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地域の底力 村上市

取
材
・
文 

千
葉 

望　

写
真 

野
瀬
勝
一

日
本
海
に
面
し
、
清
流
三み

面お
も
て

川が
わ

が
町
の
中
を
流
れ
、

背
後
に
は
美
し
い
山
々
が
そ
び
え
る
新
潟
県
村
上
市
。

江
戸
時
代
の
歴
史
を
受
け
継
ぐ
商
店
街
に
は
、

木
造
の
町
屋
が
連
な
り
、
観
光
客
の
人
気
を
集
め
て
い
る
。

し
か
し
一
五
年
前
ま
で
こ
こ
は
、

城
下
町
の
旧
町
人
町
の
メ
イ
ン
通
り
を
拡か
く

幅ふ
く

し
、

街
を
再
開
発
す
る
近
代
化
推
進
の
波
に
の
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

そ
れ
を
押
し
と
ど
め
、
自
立
し
た
精
神
を
持
っ
て

町
お
こ
し
を
進
め
た
人
々
を
訪
ね
た
。

新
潟
県
村
上
市

市
民
に
よ
る

市
民
の
た
め
の
町
お
こ
し
が
根
付
く

城
下
町・村
上
の
町
屋
を
訪
ね
て

日
本
海
に
面
し
、
清
流
三み

面お
も
て

川が
わ

が
町
の
中
を
流
れ
、

背
後
に
は
美
し
い
山
々
が
そ
び
え
る
新
潟
県
村
上
市
。

江
戸
時
代
の
歴
史
を
受
け
継
ぐ
商
店
街
に
は
、

木
造
の
町
屋
が
連
な
り
、
観
光
客
の
人
気
を
集
め
て
い
る
。

し
か
し
一
五
年
前
ま
で
こ
こ
は
、

城
下
町
の
旧
町
人
町
の
メ
イ
ン
通
り
を
拡か
く

幅ふ
く

し
、

街
を
再
開
発
す
る
近
代
化
推
進
の
波
に
の
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

そ
れ
を
押
し
と
ど
め
、
自
立
し
た
精
神
を
持
っ
て

町
お
こ
し
を
進
め
た
人
々
を
訪
ね
た
。
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今
あ
る
も
の
の
大
切
さ
に

気
付
く
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た

町
お
こ
し

　

東
京
駅
か
ら
新
潟
駅
ま
で
上
越
新
幹

線
、
そ
の
後
羽う

越え
つ

本
線
の
特
急
に
乗
り

換
え
、
最
短
二
時
間
半
ほ
ど
で
村
上
市

に
着
く
。
越
後
村
上
藩
の
歴
史
を
受
け

継
ぐ
城
下
町
。
こ
の
静
か
な
町
が
、「
町

お
こ
し
」
の
好
例
と
し
て
、
全
国
か
ら

注
目
を
集
め
て
い
る
。
中
心
と
な
っ
た

の
は
商
店
街
で
あ
る
。
江
戸
時
代
か
ら

続
く
村
上
市
の
古
い
商
店
街
に
は
、
木

造
の
町
屋
が
並
び
、
そ
の
う
ち
の
何
軒

か
の
店
が
昔
な
が
ら
の
店
構
え
と
看
板

で
観
光
客
の
人
気
を
集
め
て
い
る
と
い

う
。
現
地
に
足
を
運
ん
で
み
る
と
、
菓

子
店
、
お
茶
を
商
う
店
（
村
上
は
茶
生

産
地
の
北
限
と
し
て
も
有
名
）、
民
具

を
扱
う
店
、
村
上
名
産
の
鮭
加
工
品
の

店
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
商
店
が
伝
統
的
な

建
築
を
活
か
し
て
町
に
彩
り
を
添
え
、

観
光
客
を
呼
び
込
ん
で
い
た
。

　

町
屋
の
造
り
は
間
口
の
狭
さ
に
比

べ
、
驚
く
ほ
ど
奥
行
き
が
あ
っ
て
、
土

間
を
靴
の
ま
ま
で
通
り
抜
け
ら
れ
る
構

造
と
な
っ
て
い
る
。
江
戸
時
代
は
間
口

の
広
さ
で
か
け
ら
れ
る
税
金
が
決
ま
る

こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
で
き
る
だ
け
間

口
を
狭
く
、
中
を
広
く
使
う
工
夫
を
し

た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
う
し
た
商
店
の
ひ
と
つ
「
冨
士
美

園
」
に
立
ち
寄
る
と
、
居
合
わ
せ
た
ご

主
人
が
手
ず
か
ら
お
茶
を
い
れ
て
も
て

な
し
て
く
れ
た
。
長
い
こ
と
使
わ
れ
て

き
た
道
具
類
が
ゆ
か
し
い
。「
冨
士
美

園
」
で
も
、
店
か
ら
奥
に
入
っ
て
す
ぐ

の
座
敷
は
吹
き
抜
け
と
な
っ
て
お
り
、

二
階
に
続
く
階
段
は
「
箱
階
段
」
と
し

て
収
納
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。
立
派
な

神
棚
が
あ
り
、
長な

げ
し押

（
注
１
）
に
は
ご

先
祖
の
写
真
が
か
か
っ
て
い
た
。
土
地

を
有
効
に
使
う
た
め
隣
家
と
す
き
間
な

く
建
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
中
庭
を
作

り
、
天
窓
や
明
か
り
取
り
の
窓
を
高
く

と
る
な
ど
し
て
、
冬
場
で
も
光
が
入
っ

て
く
る
。
古
い
日
本
建
築
を
見
る
こ
と

は
、
昔
の
人
の
知
恵
を
見
せ
て
も
ら
う

こ
と
で
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
整
え
ら
れ
た
町
屋
を
見

て
い
る
と
、
ほ
ん
の
一
五
年
ほ
ど
前
ま

で
こ
の
町
屋
が
注
目
も
さ
れ
ず
、
ト
タ

ン
で
囲
わ
れ
て
い
た
家
も
多
か
っ
た
と

い
う
の
が
不
思
議
に
思
え
る
。
だ
が
、

現
実
は
そ
う
だ
っ
た
。
古
い
町
屋
は
あ

ま
り
価
値
の
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。近
代
化
を
進
め
、

前
の
道
路
を
拡
幅
し
、
車
が
も
っ
と
通

り
や
す
い
よ
う
に
し
た
い
、
町
屋
を
壊

し
て
建
て
替
え
た
い
と
考
え
る
人
々
の

方
が
多
数
派
だ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
考

え
方
は
日
本
全
国
で
主
流
を
占
め
て
い

た
。

　

村
上
市
の
流
れ
を
押
し
と
ど
め
た
の

は
、
偶
然
の
出
会
い
か
ら
生
ま
れ
た
村

上
ら
し
さ
の
再
発
見
だ
っ
た
。
そ
の
原

動
力
と
な
っ
た
の
は
鮭
加
工
・
販
売
業

を
営
む
「
㐂き

っ
川
」
の
吉き

っ

川か
わ

真し
ん

嗣じ

氏
で

あ
る
。
大
学
卒
業
後
、
県
外
で
働
い
て

い
た
吉
川
氏
は
、
家
業
の
「
㐂
っ
川
」

を
継
ぐ
た
め
村
上
に
戻
り
、
そ
の
後
、

共
に
町
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
に
な

る
美
貴
さ
ん
と
結
婚
。次
男
で
あ
る
が
、

兄
が
後
を
継
が
な
い
と
言
い
出
し
、
悩

ん
だ
末
、
決
意
し
戻
っ
て
き
た
の
だ
と

い
う
。
高
校
の
と
き
は
早
く
村
上
を
出

た
い
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。
吉

川
氏
は
保
守
的
な
郷
里
が
好
き
で
は
な

か
っ
た
の
だ
。
地
方
の
町
に
暮
ら
す
若

者
に
は
珍
し
く
な
い
話
で
あ
る
。

　

吉
川
氏
も
東
京
の
大
学
に
入
り
、
広

い
世
界
を
楽
し
ん
で
い
た
。
だ
が
思
い

が
け
ず
実
家
の
後
継
ぎ
と
な
る
こ
と
に

な
り
、
家
業
の
道
に
入
っ
て
い
っ
た
。

最
初
の
う
ち
は
商
店
会
の
集
ま
り
に
出

て
も
、
隅
の
方
で
静
か
に
し
て
い
た
と

冨士美園で手ずからお茶をいれて観光客をもてな
す主人の飯島久さん。店舗兼自宅の町屋の見学も
させてもらえる。

村上市

佐渡島

長野県 群馬県

福島県

山形県

新潟県

新潟

磐越道

関
越
道

羽
越
本
線

上
越
新
幹
線

日本海

日本海
東北道

白新線

北
陸
道

注１　日本建築において、柱を水平方向につなぐ部材。
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い
う
。
そ
の
中
で
道
路
の
拡
幅
の
話
が

出
て
い
る
こ
と
は
聞
い
て
い
た
し
、
そ

ん
な
も
の
か
と
も
思
っ
て
い
た
。

　
「
あ
る
と
き
、東
京
の
百
貨
店
に
『
村

上
』
の
名
が
入
っ
た
の
れ
ん
を
掲
げ
て

鮭
の
販
売
会
を
や
っ
て
い
た
ら
、
そ
れ

を
見
て
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
方
が

い
ま
し
た
。
福
島
県
会
津
若
松
市
の
老

舗
菓
子
店
の
社
長
・
五
十
嵐
大だ

い

祐す
け
さ
ん

で
し
た
。
会
話
の
中
で『
村
上
市
は
今
、

近
代
化
で
町
が
沸
き
か
え
っ
て
い
る
ん

で
す
よ
』
と
話
し
た
と
こ
ろ
、
五
十
嵐

さ
ん
は
『
そ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
大
変

な
こ
と
に
な
る
。
お
ま
え
、
村
上
の
い

い
と
こ
ろ
を
知
っ
て
い
る
の
か
？
』
と

言
わ
れ
た
ん
で
す
」

　

五
十
嵐
氏
は
村
上
の
い
い
と
こ
ろ
を

次
々
に
あ
げ
て
い
っ
た
。
特
に
大
切
な

の
は
、
村
上
が
城
下
町
と
し
て
の
特
徴

を
す
べ
て
、
現
代
に
伝
え
て
い
る
と
い

う
点
だ
っ
た
。
村
上
城
の
あ
っ
た
「
お

城
山
」
の
石
垣
、
そ
れ
を
囲
む
武
家
の

地
区
、
町
人
の
地
区
、
寺
町
。
し
か
も

武
家
屋
敷
が
十
数
棟
、
町
屋
に
至
っ
て

は
三
百
数
十
棟
も
残
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
村
上
の
よ
う
に
城
下
町
と
し
て
の

大
き
な
四
つ
の
要
素
が
残
っ
て
い
る
町

は
全
国
的
に
も
珍
し
い
と
五
十
嵐
氏
に

言
わ
れ
、
更
に
五
十
嵐
氏
は
吉
川
氏
に

「
近
代
化
を
し
て
は
村
上
は
取
り
返
し

の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
あ
な
た
が

近
代
化
を
止
め
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。

　
「
当
時
は
商
店
街
の
九
六
％
も
の
人

が
近
代
化
推
進
を
望
ん
で
い
る
と
い
う

デ
ー
タ
が
出
て
い
ま
し
た
。
市
役
所
が

近
代
化
を
提
唱
し
、
商
工
会
議
所
も
支

持
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
反
対
意
見
を

出
す
こ
と
に
は
抵
抗
は
あ
り
ま
し
た
。

で
も
今
言
わ
な
け
れ
ば
、
取
り
返
し
の

つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
悩

み
ま
し
た
」

　

結
局
、
吉
川
氏
は
独
断
で
近
代
化
反

対
の
署
名
活
動
を
始
め
る
。
だ
が
、
小

さ
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
の
こ
と
、
ひ

そ
か
に
ま
わ
し
た
は
ず
の
署
名
簿
の
存

在
は
す
ぐ
に
周
囲
に
知
れ
て
し
ま
っ

た
。
吉
川
氏
は
関
係
者
の
コ
ン
セ
ン
サ

ス
を
否
定
し
、
地
域
の
和
を
乱
す
と
し

て
厳
し
く
叱
責
さ
れ
、
署
名
活
動
は
頓と

ん

挫ざ

し
た
。

古
い
町
屋
に
光
を
当
て
、

そ
の
良
さ
を

再
評
価
し
て
も
ら
う

　

し
か
し
、
そ
の
時
吉
川
氏
は
進
む
べ

き
方
向
を
変
え
た
。「
道
路
を
広
げ
て

成
功
し
て
い
る
町
は
な
い
が
、
歴
史
を

活
か
し
て
成
功
し
て
い
る
町
は
各
地
に

あ
る
」
と
い
う
五
十
嵐
氏
の
言
葉
を
思

い
出
し
た
か
ら
だ
。
反
対
と
い
う
否
定

的
な
や
り
方
で
は
な
く
、
古
い
こ
の
町

に
価
値
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
価

値
を
生
か
し
て
元
気
を
失
っ
て
い
る
村

上
を
元
気
に
し
て
み
せ
よ
う
。
も
し
そ

れ
が
で
き
れ
ば
、
町
の
人
の
意
識
が
変

わ
り
、
近
代
化
も
見
直
さ
れ
る
日
が
来

る
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

　

あ
る
旅
人
の
姿
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ

た
。「
㐂
っ
川
」
の
店
頭
に
は
千
尾

も
の
鮭
が
吊
る
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、

「
㐂
っ
川
」
の
内
部
に
入
る
と
、
思
わ

ず
声
を
上
げ
そ
う
に
な
っ
た
。
鮭
が
天

井
か
ら
ぶ
ら
下
げ
ら
れ
、
町
屋
の
土
間

を
通
り
抜
け
る
風
で
旨う

ま
み
を
増
し
て
い

く
。
家
の
内
部
に
は
、
昔
か
ら
使
わ

れ
て
き
た
井
戸
も
あ
る
（
今
も
現
役
）。

開
け
放
た
れ
た
座
敷
に
は
仏
壇
や
神
棚

が
あ
り
、古
い
人
形
が
飾
ら
れ
て
い
た
。

建
具
一
つ
と
っ
て
も
、
職
人
の
技
術
が

村上市地域の底力

村上市の町おこしに奔走し
てきた「㐂っ川」専務の吉
川真嗣さんと妻の美貴さん。

城下町・村上には武士の町、商人の町のほかに寺
町がある。名刹・安善寺の見事な山門。

上／町屋だけでなく武家屋敷の修復や保存も熱心
に行われている。下／城郭は失われたものの、今
も「城山」として親しまれている城址。毎朝歩い
て登る人もいる。
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感
じ
ら
れ
、
と
て
も
美
し
い
。

　
「
鮭
を
見
て
喜
ん
で
く
れ
た
あ
る
旅

の
人
が
、
明
治
時
代
の
古
い
町
屋
の
空

間
（
茶
の
間
）
を
見
て
感
動
し
、
素
晴

ら
し
い
と
い
っ
て
そ
の
上あ

が

り
框か

ま
ち（

注
２
）

に
座
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。
私

は
驚
き
ま
し
た
。
な
ん
で
こ
ん
な
古
い

と
こ
ろ
が
い
い
ん
だ
ろ
う
？
で
も
は
っ

と
気
づ
い
た
ん
で
す
。
自
分
が
東
京
生

ま
れ
で
、
こ
の
家
に
ぽ
ん
と
連
れ
て
来

ら
れ
た
ら
き
っ
と
喜
ぶ
だ
ろ
う
と
」

　

こ
の
時
は
じ
め
て
村
上
の
魅
力
に
吉

川
氏
は
気
付
い
た
。
そ
し
て
た
ど
り
着

い
た
の
が
、
生
活
空
間
で
あ
る
町
屋
の

公
開
だ
っ
た
。

　

こ
こ
で
も
、「
自
分
の
店
だ
け
で
な

く
、
ま
わ
り
の
店
も
盛
り
立
て
る
気
持

ち
が
町
づ
く
り
で
は
大
切
だ
」
と
い
う

五
十
嵐
氏
の
言
葉
が
支
え
と
な
っ
た
。

吉
川
氏
は
そ
の
言
葉
を
忠
実
に
守
り
、

「
㐂
っ
川
」の
チ
ラ
シ
を
作
る
時
も
マ
ッ

プ
を
つ
く
っ
て
他
の
店
の
紹
介
を
載
せ

た
。
一
軒
ず
つ
訪
ね
て
行
き
、
無
料
で

イ
ラ
ス
ト
入
り
の
店
の
紹
介
を
掲
載
す

る
代
わ
り
に
、
観
光
客
が
訪
ね
て
き
た

ら
町
屋
の
内
部
を
案
内
し
て
ほ
し
い
と

頼
ん
だ
。
そ
れ
を
続
け
る
う
ち
に
、「
古

い
町
屋
で
商
い
を
す
る
老
舗
が
生
活
空

間
を
公
開
す
る
」
と
い
う
集
団
が
形
成

さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
、
今
も
吉
川

氏
が
会
長
を
務
め
る
「
村
上
町
屋
商
人

会
」（
平
成
十
年
七
月
設
立
）
へ
と
つ

な
が
っ
た
。

「
町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
」

が
全
国
の
話
題
に

　
「
で
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
弱
い
。
次

に
考
え
た
の
が
、『
町
屋
の
人
形
さ
ま

巡
り
』
と
い
う
企
画
で
し
た
」

　

古
い
商
家
に
は
た
い
て
い
蔵
が
あ
っ

て
、
雛
人
形
や
五
月
人
形
な
ど
、
古
い

人
形
が
た
く
さ
ん
し
ま
わ
れ
て
い
た
。

そ
れ
を
期
間
限
定
で
町
屋
に
飾
り
、
た

く
さ
ん
の
人
々
を
集
め
よ
う
と
い
う
ア

イ
デ
ア
で
あ
る
。
初
め
て
の
「
町
屋
の

人
形
さ
ま
巡
り
」
は
平
成
十
二
年
三
月

に
行
わ
れ
た
。
期
間
は
三
月
一
日
か
ら

四
月
三
日
ま
で
の
長
丁
場
だ
っ
た
が
、

初
期
に
や
っ
て
き
た
人
た
ち
か
ら
口
コ

ミ
で
広
が
り
、
後
半
に
は
さ
ら
に
た
く

さ
ん
の
観
光
客
が
村
上
に
や
っ
て
き

た
。
彼
ら
を
喜
ば
せ
た
の
は
古
い
町
屋

と
人
形
だ
け
で
は
な
い
。
各
家
の
お
年

寄
り
た
ち
が
お
国
言
葉
で
話
す
家
や
人

形
の
来
歴
で
あ
り
、
普
段
着
の
も
て
な

し
だ
っ
た
。

　

吉
川
氏
夫
妻
は
あ
ち
こ
ち
の
メ
デ
ィ

ア
に
も
売
り
込
ん
だ
が
、
な
か
で
も
効

果
が
あ
っ
た
の
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
新
日
曜

美
術
館
」
で
あ
る
。
美
貴
さ
ん
の
発
案

で
担
当
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
に
会
い
に
行

き
、
一
〇
分
ほ
ど
の
枠
で
紹
介
し
て
も

注２　 主に玄関の上がり口で履物を置く土間の部分と廊下や、
玄関ホール等の床との段差部に水平に渡した横木。

左／町屋の並ぶ商店街のそぞろ歩きを楽しむ観
光客。右／「城下町村上絵図」吉川氏手作りの
このマップから町おこしが展開していった。

上／「町屋の人形さま巡り」で飾られた見事な段飾りの雛
人形。風格ある町屋の座敷と調和する。下右左／各家庭で
飾る人形にはそれぞれ工夫が凝らされており、見る者を飽
きさせない。外国の人形を飾る家もあるという。
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ら
う
こ
と
が
で
き
た
。
早
く
も
放
送
翌

日
に
は
全
国
か
ら
観
光
客
が
や
っ
て
き

て
、
村
上
を
褒ほ

め
称た

た
え
て
帰
っ
た
。
そ

れ
が
ま
た
、
町
の
人
々
の
気
持
ち
を
高

揚
さ
せ
た
。

　
「
町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
」
は
大
い

に
話
題
を
呼
ん
だ
。
だ
が
、
そ
の
後
も

商
店
会
内
部
の
不
協
和
音
は
絶
え
な

か
っ
た
。
吉
川
氏
が
中
心
と
な
っ
て
立

案
し
た
企
画
に
批
判
的
な
人
々
も
多

か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
吉
川
氏
は

信
念
を
曲
げ
ず
に
、
少
し
ず
つ
次
の
歩

み
を
進
め
て
い
っ
た
。

　

ア
イ
デ
ア
マ
ン
で
あ
る
吉
川
氏
は
次

の
一
手
を
考
え
る
。
村
上
は
屏び

ょ
う
ぶ風

の
伝

統
の
あ
る
町
だ
。
屏
風
を
持
っ
て
い
る

家
は
市
内
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
人
形
さ

ま
と
同
じ
く
蔵
に
眠
っ
て
い
る
は
ず

の
、
古
い
屏
風
を
座
敷
に
出
し
て
、
観

光
客
に
見
て
も
ら
っ
て
は
ど
う
だ
ろ

う
？　

期
間
は
秋
に
決
め
た
。
春
は
人

形
さ
ま
、
秋
は
屏
風
。
年
に
二
回
の
盛

り
上
が
り
を
作
る
こ
と
で
、
も
っ
と
村

上
が
元
気
に
な
る
。目も
く
論ろ

見み

は
成
功
し
、

平
成
十
三
年
の
九
月
に
第
一
回
を
開
催

し
た
「
町
屋
の
屏
風
ま
つ
り
」
に
も
た

く
さ
ん
の
観
光
客
が
や
っ
て
く
る
よ
う

に
な
っ
た
。
経
済
効
果
は
近
く
の
瀬せ

波な
み

温
泉
に
も
広
が
り
、
村
上
を
観
光
し
た

後
は
温
泉
に
つ
か
り
、
地
元
の
御ご

ち馳
走そ

う

を
食
べ
る
と
い
う
楽
し
み
も
広
が
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　

こ
う
い
う
活
動
を
吉
川
氏
は
手
弁
当

で
続
け
て
き
た
。
五
十
嵐
氏
に
出
会
っ

た
一
年
後
に
は
、
店
の
外
観
も
改
装
し

た
。
今
で
は
古
い
木
造
の
外
観
に
大
き

な
の
れ
ん
が
似
合
う「
㐂
っ
川
」だ
が
、

平
成
十
一
年
に
改
装
し
て
店
構
え
を
一

変
さ
せ
る
と
、
来
店
す
る
客
が
一
〇
倍

以
上
に
も
増
え
た
と
い
う
。
数
人
で
は

あ
る
が
従
業
員
も
増
や
し
た
。
立
派
な

雇
用
創
出
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
す
を
見

て
、改
装
を
考
え
る
店
も
増
え
て
き
た
。

吉
川
氏
の
言
葉
が
説
得
力
を
持
つ
に

は
、
や
は
り
集
客
と
売
り
上
げ
ア
ッ
プ

が
も
っ
と
も
効
果
的
で
あ
る
。
景
観
を

損
ね
て
い
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
を
昔
な
が
ら

の
黒
塀
に
似
せ
た
塀
に
作
り
変
え
よ
う

と
い
う
「
黒
塀
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
も
ス

タ
ー
ト
さ
せ
た
。
資
金
は
塀
の
板
一
枚

を
一
口
千
円
の
寄
付
で
賄

ま
か
な

っ
て
い
る
。

市
民
の
自
立
し
た
動
き
な
の
だ
。

挑
戦
を
支
え
る

町
の
大
御
所
が
い
た

　

吉
川
氏
ら
が
進
め
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
特
徴
は
、
こ
の
「
自
立
」
に
あ
る
。

平
成
十
六
年
に
は
「
町
屋
の
外
観
再
生

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
立
ち
上
げ
た
。
基

金
を
作
っ
た
の
は
市
民
だ
が
、
お
金
を

基
金
に
出
す
の
は
全
国
の
会
員
た
ち
。

第
一
号
は
和
菓
子
店
の
「
早そ

う
せ
ん
ど
う

撰
堂
」
に

拠
出
し
た
。
一
軒
当
た
り
の
補
助
金
は

八
〇
万
円
、
外
観
の
改
装
に
対
し
て
だ

け
だ
が
、
た
い
て
い
の
家
は
自
分
た
ち

の
資
金
も
出
し
て
内
部
も
き
れ
い
に
す

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
建
設
業
は
じ
め
、

町
の
経
済
が
ま
わ
っ
て
い
く
。
も
ち
ろ

ん
客
も
増
え
た
。

　
「
外
観
を
再
生
し
た
店
は
商
売
繁
盛

村上市地域の底力

真っ先に町屋を修復した和菓子店「早撰堂」。右／２階と吹
き抜けになっている高い天井。梁の美しさが印象的だ。左下
／間口は狭いが奥行きがあるのが村上の町屋の特徴で、長い
土間は通り抜けができる構造となっている。

上／「吉川酒舗」の座敷に飾られた六
曲一双の屏風。村上の名勝「笹川流れ」
を詠んだ頼支峰（頼山陽の子）の堂々
たる書。下／花鳥画の描かれた六曲二
双の屏風の前には長火鉢が置かれ、江
戸の雰囲気を醸し出す。
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に
繋つ

な
が
っ
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
家
の

人
が
嬉
し
そ
う
な
顔
で
商
売
を
し
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
見
ら
れ
る
の
が
何
よ
り

で
す
」

　

と
吉
川
氏
は
言
う
。
再
生
さ
れ
た
の

は
人
の
心
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
「
黒
塀
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
も
賛
同

者
が
増
え
て
き
た
。
さ
ら
に
黒
塀
通
り

に
も
っ
と
緑
を
増
や
そ
う
と
い
う
「
緑

三
倍
計
画
」
や
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ベ
ン
ト

も
動
き
出
し
て
い
る
。

　

こ
の
町
が
素
晴
ら
し
い
の
は
、
こ
れ

ら
が
行
政
主
導
で
は
な
く
民
間
の
資
金

を
集
め
る
形
で
進
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
吉
川
氏
は
、

　
「
自
分
が
活
動
す
る
上
で
は
、
長
老

格
の
人
が
い
ろ
い
ろ
と
支
え
て
く
だ

さ
っ
て
い
ま
す
」

　

と
話
す
。
そ
の
一
人
が
、
村
上
商

工
会
議
所
会
頭
の
佐
藤
久き

ゅ
う

也や

氏
で
あ

る
。
佐
藤
氏
は
瀬
波
温
泉
の
老
舗
旅
館

「
大た

い
か
ん
そ
う

観
荘
」
社
長
も
務
め
る
。
瀬
波
温

泉
は
「
人
形
さ
ま
巡
り
」
が
ス
タ
ー
ト

す
る
前
か
ら
、
村
上
市
の
商
店
街
と
協

力
し
合
っ
て
、
市
内
へ
の
観
光
客
誘
致

に
力
を
入
れ
て
き
た
。
市
内
の
商
店
街

を
歩
き
、
泊
ま
り
は
瀬
波
温
泉
へ
、
と

呼
び
か
け
も
行
っ
た
。

　
「
吉
川
君
は
と
て
も
頑
張
っ
て
い
ま

し
た
が
、『
簡
単
に
は
妥
協
し
な
い
ぞ
』

と
い
う
彼
の
進
め
方
に
は
賛
否
両
論
が

あ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
商
工
会
議
所

の
よ
う
な
中
立
な
立
場
か
ら
の
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
二
〇
〇
九
年
の
『
国
際

景
観
会
議
』
を
村
上
で
や
ら
な
い
か
と

い
う
話
が
来
た
時
、
吉
川
君
に
聞
く
と

『
や
り
た
い
で
す
』
と
い
う
。
私
も
村

上
の
名
を
世
界
に
広
め
る
い
い
機
会
だ

と
思
っ
て
、
ま
と
め
役
を
引
き
受
け
ま

し
た
。
そ
の
時
は
商
工
会
議
所
が
事
務

局
と
な
り
、
地
元
の
関
係
者
が
一
丸
と

な
っ
て
会
議
を
無
事
成
功
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
」

　

変
革
を
す
る
に
は
突
破
力
の
あ
る
吉

川
氏
の
よ
う
な
人
材
は
貴
重
で
あ
る
。

村上商工会議所の佐藤久也
会頭。町おこしに頑張る若
手をバックアップしなが
ら、市全体の振興にも目を
配る役割を担っている。

上／昭和の中期以降ブロック塀になっていた小路は、「黒塀
一枚 1000 円運動」として寄付を募り、ブロック塀のまま
上に板をはり、市民の手で黒く塗られた。それだけで景観
は一変した。下／吉川氏の私邸のまわりも、趣のある黒塀
に囲まれている。

右上／町屋の由緒を紹介する案内板も、統一感を出すため木で作られている。右下／町を歩けばそこ
ここに、職人の手技の素晴らしさも見ることができる。左／建物を修復すればそれで終わりではない。
ブロック塀を黒塀にしたほか、新たに寄付を募って庭木を植え、緑を増やそうとしている。
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だ
が
、
よ
り
大
き
な
変
革
に
つ
な
げ
て

い
く
た
め
に
は
ま
わ
り
の
支
え
が
不
可

欠
だ
っ
た
。
地
元
経
済
界
の
中
心
人
物

で
あ
る
佐
藤
会
頭
を
は
じ
め
と
す
る
商

工
会
議
所
の
メ
ン
バ
ー
が
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
し
た
こ
と
で
、
吉
川
氏
の
活
動
は
や

り
や
す
く
な
っ
た
と
い
う
。

町
お
こ
し
の
成
功
は

人
材
育
成
か
ら
始
ま
る

　

全
国
か
ら
観
光
客
を
集
め
る
よ
う
に

な
っ
た
村
上
市
で
は
、
行
政
も
町
お
こ

し
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
行
っ
て
い
る
。

大
滝
平ひ

ら
ま
さ正

市
長
は
現
在
二
期
目
。
商

店
街
で
起
こ
っ
た
動
き
を
市
内
全
域
に

広
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
「
今
は
ま
だ
ひ
と
つ
の
点
。
そ
れ
を

線
で
つ
な
い
で
大
き
な
面
を
作
っ
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
の
活
性
化
や

経
済
効
果
の
向
上
を
進
め
る
こ
と
が
課

題
で
す
。
お
と
と
し
か
ら
『
協
働
の
ま

ち
づ
く
り
』
と
い
う
制
度
を
ス
タ
ー
ト

さ
せ
て
、
市
民
税
の
一
％
を
そ
こ
に
充

て
て
い
ま
す
。
地
域
の
皆
さ
ん
と
話
し

合
い
な
が
ら
、
地
域
の
宝
を
内
外
に
Ｐ

Ｒ
し
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
で
、
広
域

合
併
で
広
が
っ
た
地
域
に
も
行
政
の
職

員
を
配
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
た
ち

の
地
域
に
誇
り
と
愛
情
を
持
っ
て
い
た

だ
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
伝
統

的
建
造
物
の
保
存
地
域
の
指
定
を
受
け

る
と
か
、
祭
り
の
文
化
財
指
定
を
受
け

る
た
め
に
、
行
政
が
や
る
べ
き
こ
と
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
文
化
庁
と
の
連

携
や
申
請
な
ど
す
べ
て
関
わ
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
」

　

町
お
こ
し
を
成
功
さ
せ
る
カ
ギ
は
人

材
に
あ
る
と
、
大
滝
市
長
は
考
え
て
い

る
。
ま
ず
、
住
民
自
身
が
自
分
た
ち
の

地
域
を
理
解
し
、
協
力
体
制
を
創
り
上

げ
て
い
く
こ
と
。
今
は
「
町
屋
の
人
形

さ
ま
巡
り
」や「
町
屋
の
屏
風
ま
つ
り
」

で
人
々
が
集
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
人

た
ち
を
リ
ピ
ー
タ
ー
に
す
る
た
め
に
も

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
が
大
切
で
あ
る
。
吉

川
氏
だ
け
で
な
く
、
た
く
さ
ん
の
改
革

者
が
市
の
あ
ち
こ
ち
に
生
ま
れ
、
力
を

合
わ
せ
て
い
け
ば
、
村
上
市
の
魅
力
は

よ
り
広
域
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
だ

ろ
う
。

　

町
屋
が
再
生
さ
れ
、
観
光
客
が
集
ま

る
よ
う
に
な
る
と
、
古
い
家
に
暮
ら
す

人
々
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
に
も

歴
史
を
大
切
に
し
、
町
を
理
解
し
よ
う

と
す
る
動
き
が
生
ま
れ
た
。
学
校
で
の

総
合
学
習
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
今
で

は
「
町
屋
の
人
形
さ
ま
巡
り
」
な
ど
イ

ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
た
び
に
小
中
学

生
が
観
光
客
の
案
内
を
す
る
な
ど
、
意

識
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
積
み
重
ね

が
、
未
来
の
村
上
を
作
る
力
に
な
っ
て

い
く
。

　

商
店
街
が
盛
り
上
が
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
瀬
波
温
泉
に
も
前
向
き
な
動
き
が

生
ま
れ
て
い
る
と
語
る
の
は
、
佐
藤
商

工
会
議
所
会
頭
で
あ
る
。

　
「
町
屋
の
『
人
形
さ
ま
』
に
負
け
ず

に
頑
張
ら
な
い
と
い
け
な
い
、
と
い
う

思
い
が
瀬
波
温
泉
に
は
あ
る
ん
で
す
。

私
は
観
光
協
会
の
仕
事
で
外
国
に
行
く

と
、
旧
市
街
と
新
し
い
町
が
う
ま
く
分

か
れ
て
い
る
姿
を
い
い
な
と
思
っ
て
眺

め
て
い
ま
し
た
。
泊
ま
る
と
こ
ろ
は
便

利
で
新
し
い
地
区
だ
け
れ
ど
、
散
策
は

歴
史
の
あ
る
旧
市
街
へ
行
く
。
村
上
で

も
そ
ん
な
楽
し
み
方
を
し
て
も
ら
え
れ

ば
嬉
し
い
で
す
ね
」

　

吉
川
氏
は
近
代
化
を
押
し
と
ど
め
る

た
め
に
苦
し
ん
だ
時
期
を
振
り
返
っ
て

言
う
。

　
「
あ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、
町
の
こ
と

に
気
づ
か
ず
に
、
少
し
ず
つ
町
が
蝕む
し
ばま

れ
て
い
っ
て
、
気
づ
い
た
ら
価
値
の
な

い
場
所
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。い
つ
か
ま
た
来
る
逆
風
に
備
え
て
、

今
頑
張
ら
な
い
と
」

　

村
上
の
改
革
は
、
今
も
進
行
中
な
の

で
あ
る
。

村上市地域の底力
村上市長大滝平正氏。「町屋
プロジェクトでの成功を参考
に、今後は点から線へ、線か
ら面へ、全市内に展開してい
く」と観光振興の目標を語る。

村上市内を巡ったあとは車で 15 分の瀬波温泉で
くつろぐ観光客が多い。雄大な日本海に沈む夕日
の美しさは格別だ。手前は源泉をくみ上げる櫓

やぐら

。


